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も
く
じ

ち
ま
ち
づ
く
り
ト
ラ
ス
ト
の
助
成
を
受
け

て
祈
念
碑
を
建
立
し
て
足
立
区
に
寄
贈
し
、

十
月
十
四
日
、
博
物
館
の
中
庭
で
除
幕
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
祈
念
碑
の
形
は
、
疎
開
先
だ
っ
た
長
野

の
山
並
み
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。「
平

和
の
礎
に
」
と
い
う
疎
開
体
験
者
の
思
い

を
中
央
に
、「
長
野
県
で
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
下
に
は
集
団
疎
開
を
し
た
ニ
十
六
の
国

民
学
校
名
、
疎
開
の
期
間
が
刻
ま
れ
、
戦

中
の
歴
史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
博
物
館
中
庭
は
、
道
標
や
句
碑
、
信
仰

の
石
碑
な
ど
区
の
歴
史
と
文
化
を
伝
え
る

石
造
物
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
貴
重
な
石
造
物
と
一
緒
に
、

こ
の
祈
念
碑
は
、
学
童
疎
開
の
歴
史
と
約

七
千
名
の
疎
開
児
童
の
気
持
ち
を
、
郷
土

博
物
館
に
訪
れ
る
多
く
の
人
々
に
語
り
伝

え
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

祈念碑とその建立の思いを記した解説盤

体験者の強い思いがあふれています。

　
博
物
館
の
協
働
グ
ル
ー
プ
「
足
立
の
学

童
疎
開
を
語
る
会
」（
以
下
「
語
る
会
」）
は
、

実
際
に
太
平
洋
戦
争
中
に
学
童
疎
開
を
体

験
者
し
た
人
た
ち
が
中
心
と
な
り
、
戦
後

七
〇
周
年
を
迎
え
る
に
向
け
て
平
成
二
十

五
（
二
〇
一
三
）
年
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
以
来
、
足
立
区
役
所
ア
ト
リ
ウ
ム
で
開

催
さ
れ
る
夏
の
平
和
事
業
展
へ
の
展
示
・

解
説
活
動
を
中
心
に
、
体
験
記
や
戦
争
資

料
の
編
纂
、
小
学
校
へ
の
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー

チ
ャ
ー
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
学
童
疎

開
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を

説
明
し
、
子
ど
も
た
ち
の
受
け
た
厳
し
く

つ
ら
い
状
況
を
体
験
者
と
し
て
語
り
、
戦

争
と
い
う
も
の
の
理
不
尽
さ
を
風
化
さ
せ

な
い
、
二
度
と
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
気
持
ち
、
平
和
の
大
切
さ
を
伝
え
て

き
ま
し
た
。

　「
語
る
会
」
は
こ
の
た
び
、
そ
の
思
い
を

永
遠
に
伝
え
る
た
め
に
、
公
益
信
託
あ
だ
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足 立 史 談

て
は
お
膳
の
入
っ
た
「
物
入
」
と
い
う
こ

と
で
衣
食
住
の
道
具
に
分
類
さ
れ
る
も
の

で
す
が
、
お
い
ぬ
様
の
お
札
の
信
仰
の
状

況
を
表
す
興
味
深
い
資
料
と
し
て
保
存
し

て
い
ま
す
。

■
お
い
ぬ
様
信
仰
の
事
例　

昔
の
農
家
は

土
間
の
入
口
に
あ
っ
た
、
大
戸
と
よ
ば
れ

る
大
き
な
引
き
戸
や
蔵
の
戸
の
内
側
に
、

お
い
ぬ
様
の
お
札
を
よ
く
貼
っ
て
い
ま
し

た
。
毎
年
新
し
い
札
を
貼
っ
て
い
く
の
で
、

何
枚
も
の
お
札
が
並
ん
で
貼
ら
れ
て
い
る

の
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
泥
棒
が
入
ら
な
い

よ
う
に
出
入
り
口
に
お
札
を
貼
っ
た
の
で

す
。
た
く
さ
ん
の
お
札
は
、
泥
棒
を
防
ぎ

た
い
強
い
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
よ
う
で

し
た
。
お
札
が
た
く
さ
ん
貼
ら
れ
た
大
戸

や
雨
戸
を
資
料
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る

博
物
館
や
古
民
家
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
口
真
神
の
お
札
は
現
在
も
授
与
さ
れ
て

い
て
、
参
拝
の
際
に
い
た
だ
く
こ
と
も
多
く
、

家
の
な
か
に
貼
っ
て
い
る
御
宅
は
そ
れ
ほ

ど
珍
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
時
代
の
初
め
、
北
総
電
鉄
北
国
分

駅
が
開
業
間
も
な
い
こ
ろ
、
駅
の
周
囲
に

は
ま
だ
ま
だ
畑
が
あ
り
ま
し
た
。
人
通
り

が
多
く
な
っ
て
作
物
が
と
ら
れ
る
の
か
、

お
い
ぬ
様
の
お
札
の
立
札
が
い
く
つ
も
立
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近
い
た
め
か
榛
名
神
社
へ
の
参
拝
や
講
の

結
成
の
事
例
の
方
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、

大
口
真
神
は
、
盗
難
除
け
、
火
事
除
け
と

い
っ
た
ご
利
益
に
つ
い
て
深
く
信
仰
さ
れ

て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

■
ふ
た
つ
の
お
札
資
料　

郷
土
博
物
館
の

収
蔵
す
る
同
じ
お
札
の
つ
い
た
資
料
で
す
。

ひ
と
つ
は
立
札
型
に
な
っ
て
お
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
古
め
か
し
い
物
入
れ
の
ふ
た
の

内
側
に
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

立
札
型
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の

ま
ま
畑
に
た
て
て
、
畑
作
物
の
盗
難
を
防

ぐ
こ
と
を
祈
っ
た
も
の
で
、
本
木
西
町
の

方
に
寄
贈
さ
れ
、
旧
常
設
展
示
で
も
紹
介

し
て
い
ま
し
た
。
雨
除
け
に
片
屋
根
が
つ

け
ら
れ
、
表
面
に
は
ガ
ラ
ス
が
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

物
入
れ
の
ふ
た
の
内
側
に
貼
ら
れ
た
も

の
は
、
本
木
町
の
方
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の

で
す
。（
も
う
一
枚
は
所
蔵
者
の
住
所
と
名

前
で
す
。「
〇
〇
の
所
有
ナ
リ
」
と
明
示
し

て
あ
り
ま
す
。）
ふ
た
を
閉
め
る
と
お
札
は

見
え
ず
、
開
け
た
時
に
お
札
が
見
え
る
状

態
と
な
り
ま
す
。
な
か
の
も
の
が
盗
ま
れ

な
い
よ
う
に
貼
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

な
か
に
は
四
角
い
お
膳
が
二
列
い
っ
ぱ
い

に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
資
料
の
種
類
と
し

　

て
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
ま
し
た
。
こ

の
お
札
を
作
物
盗
難
除
け
と
し
て
実
用
し

て
い
る
の
は
珍
し
く
、
驚
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。

　

実
際
の
盗
難
に
お
札
の
効
果
を
求
め
る

の
は
難
し
い
の
で
、
お
札
を
貼
れ
ば
盗
難

に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た

と
い
う
よ
り
、
盗
も
う
と
し
た
人
が
、
お

札
を
目
に
し
た
と
き
に
「
神
罰
」
の
よ
う

な
も
の
を
気
に
し
て
ひ
る
む
こ
と
を
期
待

し
た
も
の
で
は
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

御
嶽
神
社
で
は
「
お
い
ぬ
様
」
に
ち
な
み
、

愛
犬
に
つ
い
て
の
御
祈
祷
や
愛
犬
の
お
守

り
の
授
与
も
あ
る
よ
う
で
す
。
参
拝
者
の

要
望
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

人
々
の
生
活
や
価
値
観
が
変
化
す
る
と
、

新
し
い
「
祈
り
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
事

例
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
（
郷
土
博
物
館
学
芸
員
　
荻
原
ち
と
せ
）

　

　
足
立
の
歴
史
文
化
を
知
る
手
立
て
と
な

る
郷
土
博
物
館
の
収
蔵
す
る
生
活
資
料
の

紹
介
を
行
い
ま
す
。

■
御
嶽
神
社
の
お
札　

　

左
の
写
真
は
、武
蔵
御
嶽
神
社
（
青
梅
市
）

か
ら
配
布
さ
れ
る
お
札
で
す
。
大
口
真
神

（
お
お
ぐ
ち
ま
が
み
）
と
は
、
御
嶽
山
を
守

る
狼
を
神
格
化
し
た
も
の
で
、
お
い
ぬ
様

と
し
て
敬
わ
れ
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
ま
で
日
本
の
山
野
に
は
狼
が
生

息
し
、
山
犬
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
狼
は
、

恐
ろ
し
い
動
物
と
認
識
さ
れ
る
と
同
時
に

特
別
な
動
物
と
し
て
神
格
化
さ
れ
、
信
仰

さ
れ
た
事
例
が
全
国
的
に
見
ら
れ
ま
す
。

御
嶽
神
社
の
大
口
真
神
は
、
江
戸
時
代
の

な
か
ご
ろ
か
ら
、
盗
難
除
け
、
魔
除
け
な

ど
に
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
信
仰
が
広
ま

り
ま
し
た
。

　

御
嶽
神
社
は
農
耕
に
ご
利
益
が
あ
る
と

さ
れ
、
榛
名
山
の
榛
名
神
社
（
高
崎
市
）

と
と
も
に
広
く
関
東
一
円
の
信
仰
を
集
め

て
い
ま
し
た
。
足
立
区
で
は
、
地
理
的
に

　

あ
だ
ち
民
具
図
典 
①

　
御
嶽
神
社

　
　
　
お
い
ぬ
様
の
お
札
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上：左から寛文６年銘　天和２年銘

　　元禄４年銘　正徳３年銘

下：発見された文字（一番左の庚申塔の台座部分）

（3）第 633 号 令和 2年 11月　
十
一
月
三
日
は
文
化
の
日
。
文
化
の
日

を
挟
ん
だ
一
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
の
一

週
間
は
、
文
化
庁
の
推
進
す
る
文
化
財
保

護
強
調
週
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
趣

旨
は
、
国
民
に
文
化
財
へ
の
関
心
を
高
め

て
も
ら
う
こ
と
で
文
化
財
の
保
護
を
推
進

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
文
化
財
を
保

護
す
る
に
は
、
国
民
・
区
民
の
皆
様
の
ご

理
解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く
に
は
、
清
掃

や
虫
干
し
と
い
っ
た
日
常
管
理
、
状
態
が

劣
化
し
て
き
た
場
合
に
は
適
切
な
保
存
措

置
を
行
う
必
要
な
ど
が
あ
り
、
通
常
は
文

化
財
の
所
有
者
が
こ
う
し
た
こ
と
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
手
や
費
用
は
、

所
有
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
所
有
者
の
ご
理
解
な
く
し

て
は
、
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く

中
で
、
時
に
は
新
た
な
発
見
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
保
護
措
置
を
講
じ
る
中

で
新
た
な
発
見
の
あ
っ
た
来
迎
寺
（
島
根

三

―
一
一

―

九
）
の
庚
申
塔
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

■
来
迎
寺
　
正
式
に
は
照
凉
山
阿
弥
陀
院

　

も
の
で
、
「
江
川
□
左
（
衛
）
門
・
森
長

佐
兵
衛
・
川
名
武
左
（
衛
）
門
・
対
馬
安

兵
衛
・
田
中
四
郎
兵
衛
・
宮
崎
五
郎
兵
衛
・

牛
込
利
右
（
衛
）
門
・
川
名
□
左
衛
門
」

と
い
う
八
人
の
名
前
が
彫
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
島
根
村
の
名
主
を
つ
と
め
た
牛
込
氏

を
は
じ
め
と
し
て
、
近
隣
の
有
力
者
の
一

族
と
み
ら
れ
る
人
々
の
名
前
が
彫
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
埋
ま
っ
て
い
た
部
分
は
庚
申
塔
の
台
座

と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
台
座
と

庚
申
塔
が
同
時
に
作
ら
れ
た
一
体
の
も
の

と
み
た
場
合
、
島
根
村
の
庚
申
待
が
幅
広

い
階
層
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
一
方
で
、

台
座
の
文
字
と
庚
申
塔
本
体
の
文
字
の
彫

り
方
の
違
い
な
ど
か
ら
、
庚
申
塔
と
台
座

は
別
々
の
も
の
で
、
何
ら
か
の
契
機
に
庚

申
塔
と
一
体
の
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
八
人
が
来
迎
寺
に
何
ら
か
の

石
造
物
を
奉
納
し
た
こ
と
に
な
り
、
来
迎

寺
が
近
隣
の
人
々
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
な
り
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
今
回
の
文
字
の
発
見
は
、
島

の
歴
史
を
解
明
し
て
い
く
一
助
と
な
る
貴

重
な
も
の
で
し
た
。

　
文
化
財
は
、
所
有
者
の
ご
尽
力
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
発
見
も

そ
の
過
程
で
明
ら
か
と
な
っ
た
も
の
で
、

大
変
貴
重
な
発
見
で
し
た
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　

来
迎
寺
と
い
い
、
真
言
宗
豊
山
派
の
寺
院

で
す
。
創
建
は
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）

と
伝
わ
り
、
天
和
年
間
（
一
六
八
一
〜
八

四
）
に
再
興
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

■
庚
申
塔
と
は
　
庚
申
塔
は
庚
申
待
（
こ

う
し
ん
ま
ち
）
と
い
う
信
仰
行
事
に
関
す

る
石
造
物
で
す
。
青
面
金
剛
（
し
ょ
う
め

ん
こ
ん
ご
う
）
が
邪
気
を
踏
み
つ
け
る
様

子
や
庚
申
の
「
申
」
（
さ
る
）
に
ち
な
ん

で
三
猿
が
彫
ら
れ
た
り
し
ま
す
。
足
立
区

内
に
は
庚
申
塔
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、

現
時
点
で
一
五
〇
基
を
超
え
る
庚
申
塔
が

足
立
区
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
内
、
四
基
（
寛
文
六
年
〈
一

六
六
六
〉
銘
・
天
和
二
年
〈
一
六
八
二
〉
銘
・

元
禄
四
年
〈
一
六
九
一
〉
銘
・
正
徳
三
年
〈
一

七
一
三
〉
銘
）
が
来
迎
寺
に
あ
り
ま
す
。

　
寛
文
六
年
お
よ
び
天
和
二
年
の
庚
申
塔

が
あ
る
こ
と
は
、
来
迎
寺
が
天
和
年
間
に

再
興
さ
れ
た
と
い
う
寺
伝
を
考
え
る
と
興

味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
々
が
庚
申

待
を
す
る
ほ
ど
安
定
し
た
生
活
が
で
き
、

来
迎
寺
再
興
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
新
た
な
文
字
の
発
見
　
来
迎
寺
の
四
基

の
庚
申
塔
に
は
、
ご
住
職
の
ご
配
慮
に
よ

り
、
新
た
に
台
座
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
（
写

真
上
）
。
そ
し
て
、
工
事
の
た
め
に
庚
申

塔
を
土
中
か
ら
抜
き
取
っ
た
時
、
埋
ま
っ

て
い
た
部
分
に
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
と

が
わ
か
っ
た
と
、
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
文
字
が
判
明
し
た
の
は
寛
文
六
年
銘
の

　

は
い
、
文
化
財
係
で
す

㉒

 

来
迎
寺
の
庚
申
塔

　

―

文
化
財
保
護
に
伴
う
新
発
見

―
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一
〇
月
一
六
日
、
源
長
寺
（
千
住
仲
町
四

―

一
）
の
山
門
の
金
剛
力
士
像
の
開
眼
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
像
は
、
本
体
二
・
三
メ
ー
ト
ル
、
台
座
を
含
め
る
と
三
・
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
な
り
ま
す
。
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
用
い
、
四
年
の

歳
月
を
か
け
秩
父
の
工
房
で
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
山
門
は
旧
街
道
に
向
い
て
お
り
、
道
行
く
人
々
も
そ
の
大
き
な
姿
を
拝
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
新
し
い
金
剛
力
士
像
は
、
こ
れ
か
ら
長
く
千
住
の
ま
ち
と
そ
の
歴
史
を
見
守
り
続
け
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
源
長
寺
に
は
千
住
の
堤
防
（
掃
部
堤
）
の
築
堤
を
行
っ
た
石
出
掃
部
介
吉
胤
の
墓
所
が
あ
り
、
足
立
区
有
形
文
化
財
（
史
跡
）

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

法要の様子と姿を現した金剛力士像

左　阿形・右　吽形　

（２００４年完成の山門とともに（株）三浦工務店の施工）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影：相川勤之介氏

　
足
立
区
域
は
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
江

戸
近
郊
の
農
村
と
し
て
開
発
さ
れ
て
大
き

く
発
展
し
た
地
域
で
す
。
開
発
人
と
し
て
、

こ
の
地
に
入
植
し
た
家
が
二
百
年
の
間
に

大
き
く
力
を
蓄
え
、
地
域
の
な
か
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
文
化
芸
術

に
親
し
み
深
い
教
養
を
蓄
え
て
い
ま
し
た
。

ま
た
時
勢
に
合
わ
せ
、
地
域
を
超
え
た
広

い
視
点
で
の
事
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ

と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
は
じ
め
か
ら
連
綿
と
、
力

強
く
生
き
生
き
と
活
動
し
て
き
た
名
家
の

様
子
と
、
そ
こ
に
伝
え
ら
れ
た
貴
重
な
資

料
を
「
か
が
や
き
」
と
称
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
掃
部
新
田
（
千
住
掃
部
宿
）

の
開
発
人
で
あ
る
石
出
掃
部
介
吉
胤
家
と

そ
の
石
出
家
と
深
く
親
戚
関
係
に
あ
っ
た

杉
戸
の
濱
田
家
、
そ
し
て
小
右
衛
門
新
田

（
現
在
の
中
央
本
町
付
近
）
の
開
発
人
で

あ
る
日
比
谷
家
と
、
区
内
の
二
つ
の
名
家

を
中
心
に
と
り
あ
げ
ま
す
。
名
家
に
残
さ

れ
た
貴
重
な
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
　

源
長
寺
の

こ

ん

ご

う

り

き

し

金
剛
力
士
像
（
仁
王
像
）
開
眼
法
要

名
家
の
菩
提
寺

間
も
な
く
開
催
！

文
化
遺
産
調
査
特
別
展

名
家
の
か
が
や
き

　
　
　
　

近
郊
郷
士
の
美
と
文
芸

　

会
期　

11

月
29

日
（
日
）
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
月
23

日
（
祝
・
火
）
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